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ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
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世
支
配
権
論

長
谷
部　

恭　

男

本
年
（
二
〇
一
七
年
）
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
（
一
四
八
三

－

一
五
四
六
）
が
、
宗
教
改
革
の
発
火
点
と
な
っ
た
九
五
カ
条

の
論
題
を
公
表
し
た
一
五
一
七
年
か
ら
五
〇
〇
年
た
っ
た
年
に
あ
た
る
。

ル
タ
ー
は
一
五
二
三
年
三
月
、
庇
護
者
で
あ
る
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
向
け
て
行
っ
た
説
教
の
内
容
を

『
現
世
に
お
け
る
支
配
権
に
つ
い
て V

on W
eltlicher O

berkeit

』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
し
た
。 O

berkeit

は
、
権
威
、
権
力
、

権
力
者
を
意
味
す
る
。W
eltlicher

と
い
う
形
容
詞
は
、
世
俗
的
な
、
現
世
の
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
悪
や
肉
欲
と
結
び
付
く
否

定
的
な
色
彩
を
帯
び
る
。時
代
錯
誤
の
気
味
は
免
れ
な
い
も
の
の
、現
代
日
本
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
権
威
・
権
限
も
、ル
タ
ー

の
言
う
現
世
に
お
け
るO

berkeit

の
一
種
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

背
景
と
な
る
文
脈
の
概
略
を
説
明
す
る
と
、
す
で
に
一
五
二
一
年
四
月
、
ル
タ
ー
は
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
国
議
会
で
、
す
べ
て
の
キ

リ
ス
ト
者
は
等
し
く
司
祭
で
あ
り
、
各
自
が
自
由
に
信
仰
を
獲
得
す
る
と
の
み
ず
か
ら
の
教
説
の
撤
回
を
拒
絶
し
、
同
年
五
月
に
は

皇
帝
カ
ー
ル
五
世
に
よ
り
、
法
の
保
護
を
剝
奪
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
全
体
が
三
部
に
分
か
れ
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
１
）

（
2
）
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一　

現
世
の
支
配
権
の
存
在
理
由

第
一
部
は
、
現
世
の
支
配
権
の
存
在
理
由
を
扱
う
。
パ
ウ
ロ
は
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
で
「
す
べ
て
の
人
間
は
上
位
に
あ
る
権

威
に
服
従
し
な
さ
い
。
存
在
し
て
い
る
権
威
は
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
権
威

に
逆
ら
う
者
は
、
神
の
定
め
に
反
抗
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
反
抗
す
る
者
た
ち
は
、
自
分
自
身
に
さ
ば
き
を
招
く
で
あ
ろ
う
。

支
配
者
た
ち
は
、
善
き
業
を
な
す
者
に
と
っ
て
は
恐
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
悪
し
き
業
を
な
す
者
に
と
っ
て
そ
う
な
の
で
あ
る
」

（
13
：
１

－

３
）
と
述
べ
る
。
ま
た
、「
ペ
ト
ロ
の
第
一
の
手
紙
」
に
は
、「
人
間
的
な
制
度
に
は
す
べ
て
、
主
の
ゆ
え
に
服
従
し
な
さ

い
。
上
に
立
っ
て
い
る
者
と
し
て
の
王
で
あ
れ
、
犯
罪
者
を
罰
し
、
善
行
を
積
ん
だ
者
を
表
彰
す
る
た
め
、
王
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ

て
い
る
者
と
し
て
の
総
督
で
あ
れ
。
善
を
行
な
い
、
馬
鹿
な
人
々
の
無
知
を
黙
ら
せ
る
こ
と
が
神
の
意
思
だ
か
ら
で
あ
る
」（
２
：

13

－

15
）
と
あ
る
。
現
世
の
権
力
は
罪
人
を
罰
し
、
善
人
を
守
る
た
め
に
存
在
す
る
。
だ
か
ら
、
現
世
の
権
力
に
服
従
す
べ
き
で
あ

る
と
理
解
で
き
る
。

他
方
で
キ
リ
ス
ト
は
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
の
中
で
、「『
目
に
対
し
て
は
目
を
、
ま
た
歯
に
対
し
て
は
歯
を
』
と
言
わ
れ
た
こ

と
は
、
あ
な
た
た
ち
も
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
私
は
あ
な
た
た
ち
に
言
う
、
悪
人
に
手
向
か
う
な
。
む
し
ろ
、
あ
な

た
の
右
の
頬
に
平
手
打
ち
を
加
え
る
者
に
は
、
も
う
一
方
の
頬
を
も
向
け
て
や
れ
。
ま
た
、
あ
な
た
を
訴
え
て
下
着
を
取
ろ
う
と
す

る
者
に
は
、
上
着
を
も
と
ら
せ
て
や
れ
。
ま
た
、
あ
な
た
を
徴
用
し
て
一
ミ
リ
オ
ン
行
か
せ
よ
う
と
す
る
者
と
は
、
一
緒
に
二
ミ
リ

オ
ン
行
け
」（
5
：
38

－

41
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ウ
ロ
の
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
は
、「
愛
す
る
者
た
ち
よ
、
あ
な
た
が

（
3
）
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た
は
、
自
分
で
報
復
せ
ず
、
む
し
ろ
神
の
怒
り
に
場
所
を
譲
り
な
さ
い
。
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
復
讐
は
私
に

属
す
る
こ
と
、
私
こ
そ
報
復
す
る
、
と
主
が
言
わ
れ
る
」（
12
：
19
）。
さ
ら
に
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
は
、「
あ
な
た
た
ち
の
敵

を
愛
せ
、
そ
し
て
あ
な
た
た
ち
を
迫
害
す
る
者
ら
の
た
め
に
祈
れ
」
と
言
う
（
5
：
44
）。

あ
た
か
も
、
キ
リ
ス
ト
者
た
る
も
の
、
強
制
を
必
然
的
に
伴
う
世
俗
の
権
力
を
ふ
る
っ
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ル
タ
ー
が
「
大
学
の
詭
弁
家
た
ち
」
と
呼
ぶ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
者
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
者
を
「
完

全
な
る
者
」
つ
ま
り
僧
侶
や
聖
職
者
た
ち
と
、
そ
れ
以
外
の
「
不
完
全
な
る
者
」
に
区
別
し
、
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
ば
は
前
者
の
み
に

向
け
ら
れ
た
勧
奨
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
ル
タ
ー
は
、
こ
う
し
た
詭
弁
は
聖
書
に
全
く
根
拠
が
な
い
と
し
て
否
定
す
る
。
キ
リ
ス

ト
の
こ
と
ば
は
、
完
全
か
不
完
全
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
に
当
て
は
ま
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
し
、
完
全
か
否

か
は
、
信
仰
の
堅
固
さ
に
よ
る
の
で
あ
り
、
地
位
や
身
分
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

一
方
で
、
ル
タ
ー
は
人
類
を
二
種
に
区
別
す
る
。
神
の
国
に
属
す
る
者
と
現
世
の
国
に
属
す
る
者
で
あ
る
。
福
音
の
こ
と
ば
は
神

の
国
に
属
す
る
者
、
キ
リ
ス
ト
に
従
う
真
の
信
仰
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
権
力
が
ふ
る
う
剣
や
律
法
を
全
く

必
要
と
し
な
い
。
す
べ
て
の
人
が
真
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
世
俗
の
権
力
は
全
く
不
要
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
の
「
テ
モ
テ

へ
の
第
一
の
手
紙
」
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
律
法
は
正
し
い
者
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
無
法
な
者
や
反
抗
的
な
者
、
不
敬
神

な
者
や
罪
を
犯
す
者
、不
敬
虔
な
者
や
世
間
ず
れ
し
て
い
る
者
、父
を
殺
す
者
や
母
を
殺
す
者
、人
を
殺
す
者
、淫
行
を
す
る
者
・
・
・

こ
れ
ら
の
者
た
ち
の
た
め
に
あ
る
」（
1
：
9

－

10
）。

ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
人
も
生
ま
れ
つ
き
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
り
、
義
人
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

み
な
す
べ
て
罪
人
で
あ
り
、
悪
人
で
あ
る
。
律
法
は
こ
う
し
た
人
を
抑
止
し
、
正
し
い
信
仰
へ
と
導
く
た
め
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
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で
な
い
者
は
現
世
の
国
に
、
つ
ま
り
剣
と
律
法
を
ふ
る
う
世
俗
の
権
力
の
下
に
あ
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
と
そ
う
で
な
い
者
と

を
比
べ
る
と
、
前
者
は
圧
倒
的
に
少
数
で
あ
る
。
真
の
キ
リ
ス
ト
者
は
ほ
ん
の
疎
ら
に
し
か
存
在
し
な
い
。
一
つ
の
社
会
ま
た
は
全

世
界
を
福
音
の
こ
と
ば
の
み
を
も
っ
て
統
治
し
よ
う
と
企
て
る
こ
と
は
、
狼
と
獅
子
と
鷲
と
羊
を
同
居
さ
せ
、
放
置
す
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
羊
は
平
和
を
保
つ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
命
は
長
く
は
も
た
な
い
。

二
種
類
の
支
配
権
、
霊
的
支
配
権
と
世
俗
的
（
現
世
の
）
支
配
権
と
が
あ
る
。
前
者
は
真
の
キ
リ
ス
ト
者
を
教
え
導
く
。
後
者
は

悪
人
を
抑
止
し
、
外
面
的
な
平
和
を
保
つ
。
二
つ
の
支
配
を
区
別
す
る
と
と
も
に
、
両
者
と
も
存
続
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
霊
的
支

配
権
が
な
け
れ
ば
、
何
人
も
神
の
前
に
正
し
い
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
、
世
俗
的
支
配
権
が
な
け
れ
ば
、
悪
が
手
綱
を

解
か
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
悪
行
が
は
び
こ
る
。

真
の
キ
リ
ス
ト
者
も
、
世
俗
の
権
威
に
は
従
う
べ
き
で
あ
る
。
真
の
キ
リ
ス
ト
者
同
士
の
間
で
は
、
律
法
も
剣
も
必
要
で
は
な
い
。

し
か
し
、
悪
人
を
制
し
て
こ
の
世
の
平
和
を
保
つ
た
め
に
は
、
世
俗
の
権
威
が
必
要
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
、
み
ず
か
ら
が
必
要

と
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
他
の
人
々
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
か
ら
、
弱
き
隣
人
へ
の
愛
か
ら
、
す
す
ん
で
剣
の
支
配
に
服
し
、
税
を

納
め
、
支
配
権
を
敬
い
、
こ
れ
に
仕
え
る
。
悪
に
抵
抗
す
る
こ
と
の
な
い
キ
リ
ス
ト
者
は
、
世
俗
の
権
威
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か

し
、
世
俗
の
権
威
は
あ
な
た
方
を
必
要
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
権
威
に
仕
え
、
剣
を
ふ
る
っ
て
悪
を
罰
す
る
こ
と
も
す
る
。
そ
れ

は
、
自
身
の
た
め
で
は
な
く
、
隣
人
の
た
め
で
あ
る
。

（
4
）

（
5
）
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二　

現
世
の
支
配
権
の
限
界

第
二
部
は
、
現
世
の
支
配
権
の
限
界
を
論
ず
る
。
ル
タ
ー
は
、
こ
れ
が
こ
の
説
教
の
主
要
部
分
だ
と
言
う
。

現
世
の
支
配
権
の
果
た
す
役
割
に
照
ら
す
と
、
そ
の
権
能
が
あ
ま
り
に
広
汎
に
及
ぶ
べ
き
で
な
い
こ
と
も
、
ま
た
、
権
能
が
あ
ま

り
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
も
、
不
適
切
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
両
者
の
う
ち
い
ず
れ
が
よ
り
ま
し
か
と
言
え
ば
、
後
者
の

方
が
ま
し
だ
と
ル
タ
ー
は
言
う
。
善
人
を
殺
す
よ
り
、
悪
人
を
生
か
し
て
お
く
方
が
ま
し
で
あ
る
。
も
と
も
と
悪
人
は
多
く
、
善
人

は
少
な
い
。

霊
的
支
配
権
と
現
世
の
支
配
権
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
掟
を
持
っ
て
い
る
。
現
世
の
支
配
権
に
属
す
る
掟
は
、
各
人
の
身
体
や

財
産
な
ど
、
こ
の
世
の
外
的
事
物
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
現
世
の
支
配
権
は
、
各
人
の
霊
魂
に
掟
を
課
そ
う
と

し
て
は
な
ら
な
い
。
人
が
霊
魂
に
掟
を
課
そ
う
と
し
て
も
、
そ
こ
に
神
の
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
、
教
会
や
教
父
や
公
会

議
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
神
の
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
が
確
か
で
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
言
う
こ
と
を
信
ず
る
べ
き
理
由

は
な
い
。
霊
魂
は
す
べ
て
人
の
手
を
離
れ
、
神
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
。

言
い
換
え
る
な
ら
、
い
か
な
る
権
力
も
、
自
身
で
認
識
し
、
知
覚
し
得
る
事
柄
に
つ
い
て
の
み
行
動
す
べ
き
で
あ
る
。
霊
魂
が
何

を
思
い
、
何
を
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
神
以
外
に
は
こ
れ
を
知
り
得
る
者
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
の
こ
と
を

信
ず
る
よ
う
に
と
権
力
を
も
っ
て
命
令
し
た
り
強
制
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
無
益
で
あ
り
、
不
可
能
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
信
仰

の
如
何
は
各
人
に
責
任
が
あ
る
。
誰
も
、
人
の
代
わ
り
に
地
獄
に
行
っ
た
り
天
国
に
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
人
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の
代
わ
り
に
信
じ
た
り
信
じ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
信
仰
は
す
べ
て
各
人
の
危
険
に
お
い
て
、
各
人
が
良
心
に
基
づ

い
て
自
律
的
に
判
断
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
権
力
が
そ
れ
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
君
侯
が
ロ
ー
マ
教
会
へ
の
信
仰
を
命
じ
た
り
、
あ
れ
こ
れ
を
信
ず
る
よ
う
に
命
じ
た
り
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
方

は
次
の
よ
う
に
言
う
べ
き
で
あ
る
。「
あ
な
た
の
権
限
の
範
囲
内
の
こ
と
を
命
じ
て
下
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
私
は
服
従
し
ま
す
。

し
か
し
、
あ
な
た
が
信
仰
を
命
じ
た
り
、
聖
書
を
引
き
渡
す
よ
う
命
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
従
い
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
、
あ
な
た

は
み
ず
か
ら
の
権
限
を
踏
み
越
え
て
お
り
、暴
君
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
」。そ
れ
に
対
し
て
、君
侯
が
あ
な
た
の
財
産
を
没
収
し
、

あ
な
た
を
罰
す
る
な
ら
、
祝
福
は
あ
な
た
に
あ
る
。
神
に
感
謝
す
べ
き
で
あ
る
。

世
に
思
慮
深
い
君
侯
は
稀
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
し
い
君
侯
は
さ
ら
に
稀
で
あ
る
。
思
慮
深
く
正
し
い
、

キ
リ
ス
ト
者
の
君
侯
を
い
た
だ
く
こ
と
は
、
偉
大
な
る
奇
蹟
で
あ
る
。
こ
の
世
は
あ
ま
り
に
邪
悪
で
あ
り
、
賢
明
な
君
侯
に
あ
た
い

し
な
い
。
蛙
に
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
ふ
さ
わ
し
い
。

異
な
る
宗
派
や
異
端
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
神
の
こ
と
ば
を
も
っ
て
す
べ
き
で
あ
り
、
権
力
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
は
、
む

し
ろ
こ
れ
ら
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
。
正
し
い
信
仰
の
た
め
と
い
う
名
目
で
火
や
水
や
鉄
が
使
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
全
く
無
益

で
あ
る
こ
と
は
人
々
の
目
に
明
白
で
あ
る
た
め
、
権
力
の
行
動
が
正
義
に
反
す
る
と
の
確
信
へ
と
人
々
を
向
か
わ
せ
る
。
正
し
い
信

仰
の
確
立
と
そ
の
普
及
は
、
あ
く
ま
で
神
の
こ
と
ば
に
よ
り
人
々
の
心
を
説
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と

え
す
べ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
異
端
者
を
焚
殺
し
よ
う
と
も
、
一
人
と
し
て
そ
の
た
め
に
屈
服
し
た
り
改
悛
し
た
り
す
る
者
は
い
な
い
だ

ろ
う
と
、
ル
タ
ー
は
断
言
す
る
。
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三　

現
世
の
支
配
権
の
運
用

第
三
部
は
、
現
世
の
支
配
権
が
い
か
に
行
使
さ
れ
る
べ
き
か
を
論
ず
る
。
こ
れ
は
、
世
に
も
稀
な
キ
リ
ス
ト
者
た
る
君
侯
た
る
も

の
、
い
か
に
世
を
治
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
者
た
る
も
の
、
支
配
し
た
り
権
力
を
も
っ
て
事
を
行
っ

た
り
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
、捨
て
去
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。愛
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
い
行
為
は
す
べ
て
呪
わ
れ
て
お
り
、愛
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
行
為
と
は
、
利
己
的
な
欲
望
や
利
益
や
名
誉
や
快
楽
と
は
無
関
係
に
、
他
人
の
利
益
や
名
誉
や
幸
福
を
心
か
ら
願
っ
て

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ル
タ
ー
は
、
支
配
権
の
現
世
に
お
け
る
任
務
と
法
規
に
つ
い
て
は
、
語
ら
な
い
こ
と
と
し
よ
う
と
言
う
。
そ
れ
を
語
り
出

せ
ば
、
簡
単
に
は
済
ま
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
法
律
書
は
世
に
あ
ふ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
賢
明
な
君
侯
は
法
規
の
う
わ
べ
に
こ
だ
わ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
、
ル
タ
ー
は
指
摘
す
る
。
い
か
に
す
ぐ
れ
た
法
律
で

も
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
適
用
し
得
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
賢
明
な
君
侯
は
、
い
か
な
る
場
合
に
法
律
を
厳

格
に
適
用
し
、
い
か
な
る
場
合
に
そ
れ
を
緩
和
す
べ
き
か
を
、
自
ら
の
理
性
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
く
ま
で
理
性

が
最
高
の
法
律
で
あ
る
。
法
律
の
条
文
を
墨
守
し
さ
え
す
れ
ば
善
い
わ
け
で
は
な
い
。

賢
明
さ
を
備
え
な
い
君
侯
は
、
法
律
の
条
文
や
法
律
家
の
助
言
に
縛
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ソ
ロ
モ
ン
が
描
く
「
子
ど
も
」
の
統
治
で

あ
る
（
コ
ー
ヘ
レ
ト
書
10
：
16
）。
ル
タ
ー
は
、
領
民
を
賢
明
に
統
治
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
書
物
と
教
師
に
ま
さ
る
正
し
い
分

別
を
神
に
繰
り
返
し
乞
う
べ
き
だ
と
言
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
誠
心
誠
意
、
領
民
の
福
利
を
図
り
、
そ
れ
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
心
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が
け
が
肝
要
で
あ
る
。
心
中
に
お
い
て
は
自
ら
の
権
力
と
支
配
権
を
放
棄
し
、
領
民
に
と
っ
て
の
喫
緊
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に

尽
力
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
君
侯
は
み
ず
か
ら
の
顧
問
官
や
部
下
に
も
監
視
を
怠
ら
ず
、
万
事
を
委
ね
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
い
か
に
賢
明
で

す
ぐ
れ
た
部
下
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
助
言
が
本
当
に
正
し
い
か
、
君
侯
み
ず
か
ら
考
え
、
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
悪
事
を

な
す
者
を
処
分
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
適
切
で
均
衡
の
と
れ
た
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
一
城
の
た
め
に
一
国
を
賭
す
る
べ
き
で
は
な

い
。
一
人
の
者
を
処
罰
す
る
こ
と
で
そ
の
家
族
一
門
を
す
べ
て
路
頭
に
迷
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。

さ
ら
に
ル
タ
ー
は
、
君
侯
自
身
の
服
従
義
務
、
さ
ら
に
君
侯
へ
の
服
従
義
務
を
論
ず
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
君
侯
も
、
国

王
や
皇
帝
等
、
み
ず
か
ら
が
臣
従
す
る
上
位
の
君
主
と
戦
争
し
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
奪
う
者
に
奪
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
他

方
、
不
正
な
君
侯
に
そ
の
領
民
は
従
う
べ
き
か
。
ル
タ
ー
は
、
服
従
す
る
義
務
は
な
い
と
言
う
。
人
は
人
間
に
従
う
よ
り
は
、
神
に

従
う
べ
き
で
あ
る
（
使
徒
行
伝
5
：
29
）。

四　

若
干
の
考
察

現
世
で
の
行
動
の
あ
り
方
に
関
す
る
限
り
、
ル
タ
ー
の
助
言
は
状
況
に
応
じ
て
変
転
す
る
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
賢
明
な
君
侯
の
判
断
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
理
性
と
分
別
が
最
高
の
判
断
基
準
で
あ
り
、
あ
れ
こ
れ
の
法
規
や
掟
が

そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
っ
た
ん
決
ま
っ
た
ル
ー
ル
の
文
言
に
硬
直
的
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
子
ど
も
じ
み
た
態
度
で
あ
る
。

不
正
な
君
侯
に
領
民
は
従
う
義
務
は
な
い
と
ル
タ
ー
は
本
書
で
は
述
べ
る
が
、
一
五
二
四
年
秋
に
勃
発
し
た
農
民
戦
争
に
あ
た
っ

（
6
）
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て
刊
行
さ
れ
た
農
民
戦
争
文
書
の
一
つ
「
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
農
民
の
一
二
カ
条
に
対
し
て
平
和
を
勧
告
す
る
」
で
は
、
キ
リ
ス
ト
を
捕

縛
し
よ
う
と
し
た
マ
ル
ホ
ス
の
耳
を
剣
で
切
り
落
と
し
た
ペ
ト
ロ
に
、
キ
リ
ス
ト
が
剣
を
お
さ
め
る
よ
う
命
じ
た
例
を
挙
げ
て
、
実

力
闘
争
を
慎
む
よ
う
勧
告
し
て
い
る
（
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
18
：
10

－

11
）。
君
侯
が
不
正
で
あ
ろ
う
と
も
農
民
は
、
少
な
く
と

も
実
力
を
も
っ
て
抵
抗
す
べ
き
で
は
な
い
。
農
民
戦
争
時
に
お
け
る
こ
の
ル
タ
ー
の
態
度
は
、
一
般
化
す
れ
ば
、
実
践
上
の
法
実
証

主
義
─
─
悪
法
も
法
で
あ
り
、
そ
れ
に
服
従
す
べ
き
だ
─
─
を
帰
結
し
か
ね
な
い
。

し
か
し
、
皇
帝
へ
の
実
力
に
よ
る
抵
抗
を
控
え
る
べ
き
だ
と
の
本
書
で
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
タ
ー
派
と

の
和
解
へ
の
努
力
が
破
綻
し
た
一
五
三
〇
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
帝
国
議
会
後
に
、
皇
帝
が
ル
タ
ー
派
に
対
し
て
武
器
を
と
る
よ

う
命
じ
た
際
に
は
、
ル
タ
ー
は
皇
帝
の
命
令
に
従
う
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
、
さ
ら
に
、
皇
帝
へ
の
抵
抗
が
正
当
化
さ
れ
る
か
否

か
は
、
神
学
者
で
は
な
く
法
律
家
が
判
断
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
主
張
す
る
に
至
る
。
ル
タ
ー
派
諸
侯
の
共
同
防
衛
協
定
で
あ
る

シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
同
盟
も
、
支
持
可
能
と
な
る
。
一
般
論
と
し
て
実
践
上
の
法
実
証
主
義
を
語
る
こ
と
は
、
ル
タ
ー
の
真
意
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
法
律
家
の
判
断
に
つ
ね
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
も
、
彼
は
本
書
で
主
張
し
て
は
い
な
い
。

他
方
、
信
仰
は
各
人
の
良
心
の
問
題
だ
─
─
す
べ
て
の
信
徒
は
等
し
く
神
の
祭
司
だ
（
ペ
ト
ロ
の
第
一
の
手
紙
２
：
9
）
─
─
と

す
る
彼
の
核
心
的
主
張
と
、
信
仰
の
問
題
に
関
す
る
彼
の
実
際
の
言
動
と
が
ど
こ
ま
で
調
和
し
て
い
る
か
と
い
う
論
点
も
あ
る
。

一
五
三
〇
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
帝
国
議
会
で
は
ロ
ー
マ
教
会
と
ル
タ
ー
派
、
ツ
ウ
ィ
ン
グ
リ
派
の
妥
協
点
が
探
ら
れ
た
が
、

こ
の
努
力
が
水
泡
に
帰
し
た
に
つ
い
て
は
、
妥
協
を
断
固
拒
否
す
る
ル
タ
ー
の
か
た
く
な
さ
が
貢
献
し
た
。
主
な
論
争
点
の
一
つ
は
、

聖
餐
の
際
の
パ
ン
と
ワ
イ
ン
が
、
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
血
そ
の
も
の
な
の
か
（
ル
タ
ー
派
）、
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
血
を
象
徴
し
て

い
る
の
か
（
ツ
ウ
ィ
ン
グ
リ
派
）、
パ
ン
と
ワ
イ
ン
は
表
面
的
な
事
象
に
と
ど
ま
り
そ
の
本
質
が
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
血
で
あ
る
の

（
7
）

（
8
）
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か
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）、
と
い
う
見
解
の
対
立
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
者
で
な
い
者
に
と
っ
て
は
ど
ち
ら
で
も
よ
さ
そ
う
な
気
が
す
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
結
局
こ
の
対
立
が
収
束
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
後
の
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
戦
争
（
一
九
四
六

－

四
七
）、
さ

ら
に
は
三
十
年
戦
争
（
一
六
一
八

－

四
八
）
へ
と
至
る
こ
と
に
な
る
。

世
俗
の
権
力
が
信
仰
の
領
域
に
及
ぶ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
、
強
制
に
よ
っ
て
霊
魂
が
救
わ
れ
る
は
ず
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て

は
、
ル
タ
ー
の
主
張
は
正
鵠
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
全
体
の
包
括
的
な
改
革
を
直
接
に
目
指
す
の
で
は

な
く
、
特
定
の
君
侯
の
庇
護
を
得
る
こ
と
で
そ
の
領
邦
で
の
改
革
を
進
め
よ
う
と
す
る
彼
の
方
針
が
、
世
俗
権
力
に
よ
る
教
会
（
信

徒
の
共
同
体
）
へ
の
干
渉
の
リ
ス
ク
を
包
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
が
。

た
だ
、
精
神
の
領
域
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
の
主
張
が
説
得
に
よ
っ
て
他
者
の
信
仰
を
揺
る
が
し
、
自
身
の
信
仰
へ
と
導
く
こ
と

が
で
き
る
そ
の
力
に
つ
い
て
は
、
ル
タ
ー
は
過
剰
な
自
信
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
聖
体
拝
領
が
何
を
意
味
す
る
か
、
そ

れ
は
相
互
に
比
較
不
能
な
価
値
観
に
基
づ
く
相
容
れ
る
こ
と
の
な
い
対
立
で
あ
り
、
論
証
や
説
得
に
よ
っ
て
決
着
が
は
か
ら
れ
る
問

題
で
は
な
い
。
信
仰
は
各
人
の
良
心
の
問
題
だ
と
の
彼
の
主
張
は
、
信
仰
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
他
者
を
説
得
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
と
の
彼
の
過
剰
な
信
念
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
が
妥
協
を
拒
む
か
た
く
な
さ
へ
と
彼
を
導
い
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
現
世
で
の
血
み
ど
ろ
の
闘
争
を
導
き
か
ね
な
い
そ
う
し
た
態
度
の
背
景
に
は
、
殉
教
を
恐
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
希
求

す
る
彼
の
信
念
が
控
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
9
）
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五　

む
す
び
に
か
え
て

真
の
信
仰
の
獲
得
に
関
す
る
ル
タ
ー
の
議
論
は
、
現
代
の
法
哲
学
者
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
提
唱
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

的
解
釈
観
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
実
定
法
と
道
徳
と
の
区
分
を
原
理
的
に
否
定
す
る
。
何
が
従
う
べ
き
法

か
、
と
い
う
問
題
は
、
過
去
の
法
令
や
判
例
・
実
例
の
総
体
を
よ
り
よ
く
説
明
し
、
正
当
化
し
得
る
道
徳
理
論
は
何
か
、
と
い
う
観

点
か
ら
一
元
的
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
道
徳
理
論
の
構
築
は
個
々
の
市
民
が
自
身
の
責
任
に
お
い
て
な
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。
教
会
秩
序
の
権
威
を
全
否
定
す
る
ル
タ
ー
の
教
説
と
、
実
定
法
の
権
威
を
全
否
定
す
る
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
解
釈
理
論
と

は
、
た
し
か
に
重
な
り
合
う
。

信
仰
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
自
己
の
良
心
以
外
の
権
威
を
認
め
る
べ
き
理
由
は
乏
し
い
。
自
ら
が
真
摯
に
信
ず
る
も
の

以
外
に
、
自
身
が
救
わ
れ
る
信
仰
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
内
在
的
観
点
か
ら
も
、
ま
た
、
比
較
不
能
な
根
本
的
価
値
観
が
対
立
・
抗

争
す
る
こ
の
世
に
平
和
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
真
の
信
仰
」
を
人
々
に
強
制
す
る
権
威
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
外
在

的
観
点
か
ら
も
、
そ
う
で
あ
る
。

他
方
で
、
実
定
法
が
実
践
的
権
威
と
し
て
機
能
す
る
余
地
を
認
め
な
い
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
立
場
は
、
お
よ
そ
法
の
存
在
意
義
を
全

否
定
す
る
か
に
見
え
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
世
に
お
け
る
法
の
役
割
を
的
確
に
把
握
す
る
視
点
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
き
わ
め
て
疑

わ
し
い
。

（
10
）
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（
１
）　

ク
レ
ー
メ
ン
版
で
は
、Luthers W

erke in A
usw

ahl, ed. O
tto Clem

en 

（W
alther de Gruyter &

 Co., 1959

）, vol. 2, pp. 360-94

に
、’V

on w
eltlicher O

brigkeit, w
ie w

eit m
an ihr Gehorsam

 schuldig sei’ 

と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
邦
訳
と
し
て
吉
村
善
夫
訳
『
現

世
の
主
権
に
つ
い
て
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
）
が
あ
る
。
た
だ
し
、
以
下
で
の
引
用
は
、
必
ず
し
も
こ
の
邦
訳
に
し
た
が
っ
て
い
な
い
。

（
２
）　

こ
の
教
説
は
信
仰
に
関
し
て
、
ロ
ー
マ
教
会
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
階
層
的
教
会
秩
序
の
権
威
を
全
否
定
す
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
何
が
真
の
信
仰
で

あ
る
か
は
、
個
々
の
キ
リ
ス
ト
者
が
自
己
の
責
任
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

（
３
）　

新
約
聖
書
の
訳
は
、
新
約
聖
書
翻
訳
委
員
会
訳
『
新
約
聖
書
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
）
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

（
４
）　

同
様
の
理
解
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
主
た
る
淵
源
と
す
る
平
和
主
義
（pacifism

）
に
つ
い
て
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
悪
に
対
し
て
抵
抗

せ
ず
、
自
ら
は
決
し
て
実
力
を
行
使
し
な
い
と
い
う
平
和
主
義
は
、
真
の
キ
リ
ス
ト
者
（
の
み
）
に
よ
る
新
た
な
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
を
目
指
す

も
の
で
、
戦
争
と
平
和
の
問
題
に
つ
い
て
直
ち
に
適
用
可
能
な
助
言
を
現
世
の
権
力
に
対
し
て
行
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
真
の
キ
リ
ス
ト
者

が
稀
少
な
世
界
に
関
す
る
平
和
主
義
者
の
展
望
は
概
し
て
悲
観
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば T

heodore J. K
oontz, ‘Christian 

N
onviolence: A

n Interpretation’, in T
he E

thics of W
ar and Peace: R

eligious and Secular Perspectives, ed. T
erry N

ardin 

（Princeton U
niversity Press, 1996

）, p. 170

参
照
。
憲
法
九
条
の
文
言
を
根
拠
に
、
国
民
の
生
命
・
財
産
の
保
全
の
た
め
の
実
力
組
織
の
維
持

を
一
切
否
定
す
る
日
本
流
の
絶
対
平
和
主
義
は
、
理
想
の
世
界
と
現
世
と
を
混
同
す
る
も
の
で
、
平
和
主
義
の
潮
流
の
中
で
も
突
出
し
た
主
張
で
あ

る
。

（
５
）　

次
節
で
見
る
よ
う
に
、
世
俗
の
支
配
者
が
悪
人
で
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
悪
人
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

（
6
）　

法
の
支
配
の
こ
う
し
た
限
界
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
拙
著
『
法
と
は
何
か
』〔
増
補
新
版
〕（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
五
）
第
九
章
参
照
。

い
か
に
行
動
す
る
か
、
い
か
に
生
き
る
か
は
、
本
来
は
各
自
が
自
律
的
に
判
断
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
法
は
そ
う
し
た
実
践
理
性
の
判
断
過
程
を

簡
易
化
す
る
補
助
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
道
具
に
と
ら
わ
れ
る
の
は
、
偶
像
崇
拝
で
あ
る
。

（
7
）　

Lyndal Roper, M
artin Luther: R

enegade and Prophet 
（V

intage, 2016

）, p. 344; cf. Q
uentin Skinner, T

he Foundations of 
M

odern Political T
hought, volum

e 2 （Cam
bridge U

niversity Press, 1978

）, p. 17.

（
８
）　Roper, ibid., pp. 321-342.

（
９
）　

領
邦
ご
と
に
そ
の
臣
民
は
、Landeskirche

を
構
成
す
る
。
旧
勢
力
と
の
全
面
対
決
を
回
避
し
、
改
革
勢
力
の
生
き
残
り
を
図
る
た
め
に
は
や
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む
を
得
な
い
選
択
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
教
会
を
頂
点
と
す
る
教
会
組
織
の
権
威
と
権
力
を
否
定
し
、
信
者
の
共
同
体
と
し
て
の
「
教

会
」、
つ
ま
り
教
会
法
の
制
定
・
執
行
を
含
め
て
、
何
ら
の
支
配
権
限
を
も
有
し
な
い
「
教
会
」
の
み
を
認
め
る
と
き
、
実
際
上
は
避
け
が
た
い
帰

結
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
教
皇
と
皇
帝
と
は
並
行
す
る
「
二
つ
の
剣
」
で
は
な
く
、
こ
の
世
に
お
け
る
支
配
権
限
は
す
べ
て
世
俗
の
君
侯
に
属
す
る
こ

と
と
な
る
（Q

uentin Skinner, T
he Foundations of M

odern Political T
hought, volum

e 2 

（Cam
bridge U

niversity Press, 1978

）, 
p. 15

）。

（
10
）　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
解
釈
理
論
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
拙
著
『
法
と
は
何
か
』〔
増
補
新
版
〕（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
五
）
第
八
章
お
よ

び
同
『
憲
法
の
理
性
』〔
増
補
新
装
版
〕（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
）
第
一
五
章
参
照
。（

早
稲
田
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
）

マルティン・ルターの現世支配権論
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